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森
野　
京
都
芸
大
は
平
成
24
年

４
月
に
公
立
大
学
法
人
化
し
、今

は
変
革
期
に
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。そ
の
学
長
の
職
に
異
分
野
か

ら
就
任
さ
れ
て
一
年
が
経
と
う

と
し
て
い
ま
す
が
、京
都
芸
大
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
お
ら

れ
ま
す
か
。

鷲
田　

ず
っ
と
総
合
大
学
に
勤

め
て
き
ま
し
た
が
、美
術
、音
楽
、

建
築
、写
真
、フ
ァッ
シ
ョ
ン
な
ど

芸
術
系
の
友
人
は
す
ご
く
多
い

で
す
。ま
た
自
分
自
身
も
芸
術
に

つ
い
て
執
筆
す
る
こ
と
が
多
々

あ
り
ま
す
。学
長
就
任
以
前
は
、

京
都
芸
大
が
法
人
化
し
て
か
ら

３
年
間
、経
営
審
議
会
委
員
を
務

め
、財
務
状
況
や
経
営
面
は
見
さ

せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。た
だ
、

初
め
て
教
育
現
場
を
見
た
の
は
、

学
長
に
就
任
し
て
か
ら
で
し
た
。

就
任
し
て
２
日
目
か
ら
教
室
を

回
り
、授
業
風
景
や
大
学
行
事
を

色
々
見
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、半
年

位
経
過
し
た
と
き
に
、こ
の
大
学

の
教
育
に
は
守
ら
な
い
と
い
け
な

い
面
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
と
驚
き

ま
し
た
。

大
学
法
人
化
は
、一
見
自
由
が

増
え
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、厳

し
い
縛
り
が
存
在
し
、大
学
運
営

は
非
常
に
窮
屈
な
も
の
に
な
り

ま
し
た
。ま
た
、京
都
芸
大
は
京

都
市
か
ら
の
運
営
費
交
付
金
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す
の
で
、毎
年

予
算
の
制
約
も
あ
り
ま
す
。そ
れ

を
補
う
た
め
に
外
部
資
金
の
獲

得
に
努
め
て
も
、長
期
的
に
安
定

し
て
収
入
を
得
る
こ
と
は
難
し

い
の
が
実
態
で
す
。ま
た
、多
額
の

税
金
が
投
入
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
市
に
よ
る
大
学
評
価
を
受
け

る
こ
と
に
も
な
り
、評
価
委
員
の

皆
さ
ん
か
ら
は
数
値
目
標
一
辺

倒
で
考
え
な
く
て
も
よ
い
と
仰
っ

て
は
い
た
だ
い
て
い
る
も
の
の
、

ど
う
し
て
も
微
視
的
な
視
点
で

哲学者・鷲田清一が京都芸大の学長に就任して約１年，
過去に大阪大学の総長も務め，大学運営の舵取りに当たっ
た経験もありますが，芸術大学の運営は今回が初めてのこ
と。そんな鷲田学長の目から見た，京都芸大の「今」と７
年後に完了予定のキャンパス移転に寄せる想いについてお
聞きしました。【聞き手:森野彰人 美術学部准教授/全学広報委員】

鷲田清一 に聞く！

Kyo-gei Tsushin

新学長

京芸，移転に向けて。

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

の
大
学
運
営
に
陥
り
が
ち
に
な

り
ま
す
。す
る
と
、教
育
研
究
の

根
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
離
れ
て

し
ま
う
ん
で
す
。

社
会
は
至
近
距
離
で
物
事
を

見
ま
す
が
、大
学
の
良
い
と
こ
ろ

は
、距
離
を
お
い
て
物
事
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。そ
し

て
、そ
の
よ
う
に
同
時
代
の
社
会

と
の
距
離
を
し
っ
か
り
見
定
め
る

こ
と
こ
そ
が
大
学
に
は
求
め
ら

れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。同

じ
社
会
を
同
じ
ま
な
ざ
し
で
見

る
の
で
は
な
く
、複
眼
的
に
見
る

と
こ
ろ
、そ
の
視
差
が
大
学
教
育

で
は
大
事
で
、京
都
芸
大
に
は
そ

れ
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。他
の

大
学
に
目
を
や
っ
て
み
て
も
、そ

れ
を
失
い
か
け
て
い
る
と
こ
ろ

が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

ど
ん
な
こ
と
か
と
言
う
と
、

①
授
業
の
回
数
や
、成
績
評
価
の

基
準
を
ど
う
す
る
か
で
は
な
く

教
育
に「
手
作
り
感
」が
あ
る
点
。

②
他
大
学
の
よ
う
に
専
門
分
化

し
て
い
な
い
こ
と
。例
え
ば
、こ
の

沓
掛
に
移
転
し
た
時
か
ら
美
術

学
部
で
実
施
し
て
い
る
総
合
基

礎
実
技
と
い
う
授
業
が
あ
り
ま

す
が
、こ
れ
は
専
攻
を
横
断
す
る

よ
う
な
授
業
を
行
う
中
で
芸
術

活
動
の
土
台
と
な
る
基
礎
力
の

育
成
を
図
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、

と
て
も
優
れ
た
取
組
で
す
。専
攻

を
超
え
た
人
間
関
係
も
築
け
て
、

卒
業
し
て
か
ら
も
そ
れ
が
生
き

て
く
る
わ
け
で
す
。

「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」と
い
う
選
択
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フレスコ画制作途中の学長室の様子

Kyo-gei Tsushin

③
先
輩
後
輩
の
繋
が
り
も
し
っ
か

り
あ
る
。総
合
大
学
で
は
、部
活

以
外
に
ほ
と
ん
ど
無
い
と
思
い
ま

す
。

④
教
員
、職
員
、学
生
の
距
離
が

近
い
。京
都
芸
大
の
よ
う
に
職
員

が
学
生
の
活
動
を
知
る
大
学
は

少
な
い
で
す
よ
ね
。

⑤
制
作
室
、練
習
室
に
こ
も
り
き

り
に
な
ら
ず
、学
生
の
活
動
が
伸

び
や
か
に
外
に
溢
れ
だ
し
て
い

る
。例
え
ば
、学
長
室
に
昇
る
ま

で
の
普
段
使
用
す
る
階
段
に
変

わ
っ
た
人
形
の
作
品
が
置
い
て

あ
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、教
室
に

は
収
ま
り
き
っ
て
い
な
い
で
す
よ

ね
。

「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」と
い
う
言
葉

を
使
う
と
反
時
代
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、こ
う
し
た
教
育
の
優
れ
た

面
を
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」し
て
残

し
て
い
く
こ
と
が
私
の
目
標
の
一

つ
で
す
。し
か
し
、守
っ
て
い
く
に

は
そ
れ
な
り
の
予
算
が
必
要
で

す
し
、業
務
量
も
減
ら
せ
ま
せ

ん
。経
費
削
減
も
迫
ら
れ
る
中
、

教
員
・職
員
が
オ
ー
バ
ー
ア
チ
ー

ブ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、良
い
と

こ
ろ
を
守
る
た
め
知
恵
を
絞
っ

て
い
き
た
い
で
す
ね
。ま
だ
、道

半
ば
で
す
が
、こ
の
こ
と
が
私
の

も
う
一
つ
の
目
標
で
す
。

森
野　
学
長
室
の
装
い
が
大
き

く
変
わ
り
ま
し
た
が
、そ
の
狙
い

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

鷲
田　
学
生
、教
員
、職
員
の
間

の
バ
リ
ア
が
低
い
の
が
京
都
芸
大

の
特
徴
で
す
が
、そ
の
象
徴
に
し

た
い
と
考
え
ま
し
た
。そ
し
て
、

本
学
に
関
わ
る
人
達
が
行
き
交
う

「
交
差
点
」に
し
た
か
っ
た
ん
で

す
。だ
か
ら
壁
面
に
作
品
を
描
い

て
明
る
い
雰
囲
気
に
し
て
、皆
が

集
え
る
場
所
に
し
よ
う
と
思
い

ま
し
た
。

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、卒
業
生
に
制
作
を
し

て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。な

ぜ
な
ら
、芸
大
生
は
卒
業
し
て

か
ら
が
大
変
な
ん
で
す
。美
術
で

は
制
作
場
所
、音
楽
で
は
練
習
場

所
が
な
く
な
り
ま
す
し
、お
金
を

稼
げ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、

時
間
が
か
か
り
ま
す
。だ
か
ら
卒

業
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
が
大
事

に
な
っ
て
き
ま
す
。制
作
し
て
く

れ
た
の
は
修
了
生
の
川
田
知
志

さ
ん
で
す
が
、彼
に
制
作
し
て
も

ら
っ
た
の
は
、以
前
に
彼
の
作
品

を
京
芸
通
信
で
目
に
し
て
、そ
れ

が
気
に
入
っ
た
の
で
お
願
い
し
ま

し
た
。彼
は
フ
レ
ス
コ
画
が
専
門

で
す
が
、作
品
の
性
質
上
、今
ま

で
展
覧
会
で
展
示
を
し
て
も
、会

期
が
終
了
す
る
と
撤
去
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、作
品
を
形
と
し
て

残
せ
な
か
っ
た
ん
で
す
。で
も
、今

回
は
３
箇
月
ぐ
ら
い
か
け
て
じ
っ

く
り
制
作
で
き
て
、作
品
も
残
せ

る
し
、大
学
の
移
転
後
も
新
校
舎

学
長
室
は
学
生
・
教
員
・
職
員
の「
交
差
点
」
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に
設
置
す
る
こ
と
に
し
て
い
る

の
で
非
常
に
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

フ
レ
ス
コ
画
な
の
で
壁
に
漆
喰
を

塗
る
作
業
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、

通
り
す
が
り
の
教
員
や
、職
員
、

学
生
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。ま

さ
し
く
「
交
差
点
」の
役
割
を
果

た
し
た
わ
け
で
す
が
、そ
の
制
作

過
程
も
結
果
的
に
良
か
っ
た
で
す

ね
。私
も
筆
を
と
っ
て
描
き
ま
し

た
よ
。お
か
げ
で
学
長
室
の
空
気

が
ほ
ど
け
て
温
か
く
な
っ
た
。皆

が
や
っ
て
く
る
前
か
ら
が
や
が
や

声
が
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に

陥
り
ま
す
。

今
後
に
つ
い
て
は
、残
っ
て
い

る
壁
面
を
使
っ
て
学
生
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー
に
す
る
予
定
で
す
。マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
は
学
生
に
し
て
も
ら
い

ま
す
。学
長
室
に
は
、様
々
な
人

が
訪
ね
て
き
ま
す
。他
大
学
の
学

長
、美
術
館
の
館
長
、出
版
社
の

編
集
者
、企
業
人
。そ
の
様
な
方

の
目
に
触
れ
る
の
で
学
生
に
と
っ

て
も
刺
激
に
な
る
か
な
と
思
い

ま
す
。

森
野　
大
学
移
転
に
関
し
て
で

す
が
、大
学
内
で
昨
年
一
年
間
を

か
け
て
コ
ン
セ
プ
ト
を
検
討
し
た

と
こ
ろ
で
す
。前
回
40
年
前
に
沓

掛
に
移
転
し
た
際
に
、美
術
学
部

で
は
先
程
も
お
話
に
出
た
総
合

基
礎
実
技
（
当
時
：
共
通
ガ
イ

ダ
ン
ス
）を
導
入
し
、新
し
い
芸
術

教
育
の
方
法
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

ま
し
た
。教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
、非
常
に
良
く
で
き
た
も
の
で

は
あ
る
の
で
す
が
、40
年
が
経
過

し
た
今
、見
直
し
も
必
要
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
し
て
、そ
の
他
に

も
こ
れ
か
ら
の
京
都
芸
大
に
何

が
必
要
か
を
よ
く
考
え
な
が
ら

移
転
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。鷲
田
学
長
が
大
学
移

転
と
い
う
一
大
事
業
を
進
め
る

に
際
し
て
、最
も
大
事
に
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

鷲
田　
ち
ょ
う
ど
１
月
か
ら
全

学
的
な
将
来
構
想
の
検
討
会
を

始
め
た
と
こ
ろ
で
す
が
、絶
対
に

外
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、京

都
芸
大
と
し
て
将
来
に
何
を
す

る
の
か
と
い
う
ディ
ス
カ
ッ
シ
ョン

で
す
。７
年
後
の
２
０
２
３
年
度

に
は
新
キ
ャ
ン
パ
ス
の
供
用
が
始

ま
る
わ
け
で
す
が
、そ
れ
に
向
け

て
、今
か
ら
京
都
芸
大
に
お
け
る

教
育
の
あ
り
方
、先
生
方
の
ア
ク

ティ
ビ
ティ
の
あ
り
方
、大
学
が
社

会
の
中
で
果
た
す
役
割
や
機
能

と
い
っ
た
こ
と
を
、１
３
５
年
の

歴
史
を
踏
ま
え
つ
つ
、も
う
一
度

根
本
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。そ
し
て
、そ
の
検
討
内
容

を
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
始
ま
る

設
計
作
業
に
取
り
入
れ
、生
か
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。建
物

の
建
設
イ
メ
ー
ジ
、学
部
や
セ
ン

タ
ー
の
位
置
取
り
は
、そ
の
作
業

を
踏
ま
え
た
上
で
決
め
て
い
く
べ

き
で
す
。他
方
で
、今
回
の

事
業
は
、京
都
市
の
財
政

が
年
々
厳
し
く
な
る
中
に

あ
っ
て
、と
て
も
大
き
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
か
ら
市

民
が
注
目
し
て
い
る
こ
と

も
意
識
し
て
お
か
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。

設
計
・
建
設
に
当
た
っ
て
は
、

有
名
建
築
家
に
よ
る
コ
ンペ
で
決

め
る
こ
と
は
し
た
く
あ
り
ま
せ

ん
。だ
か
ら
と
い
っ
て
節
約
ば
か

り
し
て
京
都
芸
大
ら
し
く
な
い

建
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
避
け

た
い
と
こ
ろ
で
す
。で
す
か
ら
、こ

れ
か
ら
お
金
を
か
け
ず
に
、し
か

も
ぞ
く
ぞ
く
す
る
よ
う
な
魅
力

の
溢
れ
る
芸
大
な
ら
で
は
の
空

間
、そ
し
て
建
築
家
や
ゼ
ネ
コ
ン

に
任
せ
き
り
に
せ
ず
に
構
成
員

も
関
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
、新
し

い
空
間
づ
く
り
の
実
験
を
や
っ
て

い
く
こ
と
が
、移
転
に
あ
た
っ
て

の
本
学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。幸

い
な
こ
と
に
、本
学
の
学
生
や
教

員
は
モ
ノ
づ
く
り
に
長
け
た
人

ば
か
り
で
、皆
力
を
持
っ
て
い
ま

す
。こ
れ
か
ら
の
社
会
の
暮
ら
し

や
街
の
あ
り
方
を
考
え
る
絶
好

の
機
会
に
な
り
ま
す
し
、学
生
た

ち
を
単
に
マ
ンパ
ワ
ー
と
し
て
動

員
す
る
の
で
は
な
く
て
、自
分
た

ち
で
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
お
け

る
望
ま
し
い
空
間
の
有
り
様
を

考
え
た
り
、卒
業
生
も
巻
き
込
ん

で
、皆
で
こ
ん
な
手
も
あ
る
ぞ
と

い
う
の
を
考
え
て
み
て
欲
し
い
で

す
ね
。移
転
完
了
ま
で
に
は
ま
だ

時
間
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、世
間

が
「
え
ー
っ
」と
言
う
よ
う
な
新

し
い
方
法
を
提
案
す
る
こ
と
が

大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

“
大
学
移
転
”

京
都
芸
大
の
ミ
ッション
と
は

2015年に元崇仁小学校にて開催した企画展「still moving」で展示された作品
《文化住宅ー作業室》 石原友明崇仁ゼミ（撮影：来田猛）

そ
れ
か
ら
、本
学
の
場
合
、ど

う
し
て
も
実
技
が
前
面
に
出
ま

す
が
、芸
術
学
も
あ
り
ま
す
し
、

学
科
教
育
も
あ
り
ま
す
。こ
の
学

科
教
育
に
つ
い
て
も
根
本
か
ら

考
え
て
欲
し
い
。例
え
ば
、創
造

的
な
学
び
を
実
践
す
る
上
で
、教

室
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
本
当
に
今
の

状
態
が
よ
い
の
か
、体
育
に
し
て

も
、本
当
に
今
の
施
設
の
あ
り
方

が
大
学
で
行
う
体
育
に
相
応
し

い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
が
あ

る
べ
き
で
す
。移
転
を
契
機
に
、そ

れ
ぞ
れ
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
み

て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、

京
都
芸
大
な
ら
絶
対
で
き
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

森
野　
崇
仁
地
域
に
移
転
す
る

こ
と
で
、本
学
も
都
市
型
の
大
学

に
な
る
わ
け
で
す
が
、そ
の
際
に

頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
の
一
つ
に
学

生
の
住
ま
い
の
問
題
が
あ
り
ま

す
。欧
米
の
大
学
の
中
に
は
寮
を

持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

巻
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

京都市立芸術大学が
果たすべき３つの役割

芸術であること

大学であること
地域にあること

日常的な価値観の外側に
軸足を置くこと

新しい生き方，働き方，
コミュニケーションの

仕方についての
社会実験をおこなう

新しい住民として，地域
へのヴィジョンをもった
場所・空間を創ること
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し
、ア
ジ
ア
の
大
学
で
は
高
額
な

家
賃
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
等

も
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、本
学
の

場
合
、音
楽
の
学
生
は
部
屋
で
練

習
を
す
る
か
ら
音
が
出
ま
す
し
、

美
術
の
学
生
も
絵
を
描
い
て
部

屋
を
汚
す
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
か
ら
、物
件
探
し
に
は
苦
労
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。こ
う

し
た
学
生
た
ち
の
住
ま
い
の
問

題
に
つ
い
て
も
地
域
と
う
ま
く
連

携
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鷲
田　
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、大

学
が
窓
口
に
な
り
、空
き
家
の
所

有
者
と
う
ま
く
つ
な
い
で
い
く
よ

う
な
取
組
に
力
を
入
れ
る
必
要

が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。た
だ
、先

生
方
の
中
に
は
、最
近
の
学
生
は

交
渉
ご
と
が
苦
手
な
人
も
多
い

の
で
、あ
え
て
自
分
で
交
渉
さ
せ

る
こ
と
も
含
め
て
学
ば
せ
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
意

見
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
り
、な
る

ほ
ど
な
と
思
う
部
分
も
あ
り
ま

し
た
。

ま
た
、エ
リ
ア
に
関
し
て
は
、

大
学
が
所
在
す
る
崇
仁
地
域
だ

け
で
は
な
く
て
、北
側
や
鴨
川
を

挟
ん
だ
対
岸
な
ど
、も
う
少
し
広

げ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

森
野　
学
生
た
ち
が
街
中
に
暮

ら
し
て
、音
楽
や
絵
が
日
常
生
活

の
中
に
溢
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

ぱ
っ
と
見
て
芸
大
が
来
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
し
、芸
術
家
が
住
ん

で
い
る
街
だ
と
認
識
し
て
も
ら

え
ま
す
。宮
川
町
界
隈
を
歩
い
て

い
る
と
お
琴
の
音
が
聞
こ
え
て

き
て
、芸
妓
さ
ん
が
練
習
し
て
い

る
と
い
う
の
が
わ
か
っ
て
風
情
を

感
じ
ま
す
。同
じ
よ
う
な
感
じ
で

街
に
芸
大
生
が
い
る
こ
と
を
、学

生
が
練
習
で
奏
で
る
楽
器
の
音

色
を
聞
い
て
も
ら
い
街
の
人
に
も

楽
し
ん
で
も
ら
え
た
ら
い
い
で

す
ね
。

鷲
田　
大
学
と
地
域
の
関
係
性

と
い
う
も
の
は
、一
般
に
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
る
社
会
貢
献
の
よ
う
に
、

何
か
に
対
し
て
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

の
形
で
の
貢
献
で
は
な
く
、大
学

の
日
々
の
活
動
そ
の
も
の
が
地
域

と
『
支
え
、支
え
ら
れ
て
い
る
』

と
い
う
関
係
の
中
で
し
か
維
持
で

き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。そ
う
い
う
意
味
で
、パ
リ

の
モ
ンパル
ナ
ス
の
よ
う
に
、あ
ち

こ
ち
か
ら
集
ま
っ
た
芸
術
家
や

思
想
家
た
ち
と
街
の
様
々
な
業

種
の
人
と
が
自
分
た
ち
の
で
き

る
範
囲
で
支
え
合
っ
て
い
る
と
い

う
雰
囲
気
が
街
中
に
あ
る
と
い

う
の
が
一
つ
の
理
想
で
す
。移
転

先
の
崇
仁
地
域
の
歴
史
を
大
事

に
し
た
い
し
、地
域
が
そ
の
よ
う

に
な
れ
ば
よ
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

森
野　
仰
る
よ
う
に
、芸
術
家
だ

け
で
な
く
思
想
家
や
色
々
な
人

が
集
え
る
場
所
が
必
要
で
す
。日

本
も
大
正
時
代
に
は
そ
ん
な
動

き
が
あ
り
ま
し
た
が
、今
は
そ
れ

「
学
長
室
を
人
々
が
行
き
交
う

『
交
差
点
』に
し
た
い
」と
の
鷲
田

学
長
の
発
案
か
ら
出
発
し
た
《
学

長
室
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》。ま
ず
、壁

面
に
並
べ
ら
れ
た
本
棚
や
ロ
ッ

カ
ー
な
ど
の
家
具
を
す
べ
て
撤
去

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
し
て
西
側
壁
面
全
体
に
本
学
修

了
生
の
川
田
知
志
氏
に
よ
る
フ
レ

ス
コ
画
が
描
か
れ
、白
を
基
調
と

し
た
シ
ン
プ
ル
な
空
間
に
生
ま
れ

変
わ
り
ま
し
た
。

現
在
の
学
長
室
は
、本
年
度
の

美
術
学
部
・
美
術
研
究
科
作
品
展

の
会
期
中
（
平
成
28
年
2
月
10
日

～
2
月
14
日
）に
、一
般
公
開
し
、

多
く
の
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま

し
た
。

ま
る
で
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
よ
う
な

空
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
学
長
室

“学長室プロジェクト”
始動

ぞ
れ
の
領
域
が
分
断
さ
れ
て
し

ま
っ
て
、専
門
化
し
て
い
く
中
で

相
互
の
交
流
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。あ
る
種
の
理
想
郷
で

は
な
い
で
す
が
大
学
移
転
を
契

機
に
も
う
一
度
、そ
う
い
う
も
の

が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
い
で
す

ね
。

一般公開期間中の学長室の様子

で
す
が
、今
後
、学
長
が
執
務
を
行

う
た
め
に
必
要
な
家
具
を
、こ
の

空
間
に
相
応
し
い
も
の
に
置
き
換

え
て
い
く
予
定
で
す
。

そ
の
第
一
弾
と
し
て
、美
術
学

部
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
デ
ザ
イ
ン
専
攻

の
牛
田
裕
也
講
師
が
デ
ザ
イ
ン

し
た
コ
ー
ト
ハ
ン
ガ
ー
が
、ロ
ッ

カ
ー
に
換
わ
っ
て
置
か
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、学
生
の
作
品
を
展
示
す

る
た
め
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
の

活
用
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。全

く
新
し
い
カ
タ
チ
の
「
学
長
室
」

を
考
え
る
実
験
で
も
あ
る
「
学
長

室
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」は
現
在
も
進

行
中
で
す
。

◎
次
頁
に
、フ
レ
ス
コ
画
と
コ
ー
ト
ハ
ン

ガ
ー
の
制
作
者
の
お
二
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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本学講師
1998　中部大学 工学部 機械工学科 卒業
2009　Konstantin Grcic Industrial Design（ドイツ）にて研修活動
2010　Design Academy Eindhoven（オランダ），Man and Activity 卒業
2011　yuya vs design をオランダにて設立
2015　帰国
www.yuyavsdesign.com

本学非常勤講師
1987　大阪府寝屋川市生まれ
2013　本学大学院美術研究科修士課程絵画専攻（油画）修了

展覧会歴／グループ展
2015 京都市立境谷小学校作品展
京都銭湯芸術祭２０１５　玉の湯 / 京都市
夏休み企画展「ハイパートニックエイジ」　京都芸術センター
1floor2015「対岸に落とし穴」　神戸アートヴィレッジセンター
受賞歴
2011　京都市立芸術大学作品展 2010　市長賞

これまでにどのような作品を制作されてこられましたか。
工学部出身なので，構造的要素を持った動きがあるようなものを得意として

きました。なかでも，イスがソファになって，ソファがイスになる「XXXX_」は，
MoMA や V&A など世界の主要ミュージアムの永久保存になっています。

今回の作品について教えてください。
作品名は”SHOW-OFF”といいます。日本語では『自慢する』とか『見

せびらかす』という意味です。インターネットや SNS を使って誰でも簡単に自
分の存在や主張をアピールできる現代社会において，私はこのコートハンガー
という実際のモノを通して牛田裕也という人間を京都芸大の方 を々はじめ多く
の人 に々知っていただけたらと考え，『私らしさ』を謙虚に見せびらかさせてい
ただきました。

デザインのポイントはどこでしょうか。
制作に伴い学長にお話を伺った際に，『なるべく何もない空間にしたい』と

いうことでしたので，できるだけシンプルなものにと心がけました。従来の自立
型のコートハンガーだと，どうしても空間の中での存在感が強くなるので，壁に
立て掛けて使用するものにしました。また，縦横計６本の棒が１箇所で連結さ
れており，その連結部分がアクセントとなっています。

新しくなった学長室に置いてみた印象はいかがですか。
正直，壁一面が黄色になるとは想像していませんでしたから，この空間の

中ではとても印象が薄いようにも感じていますが，そもそも「主張しないもの」
を目指したので，結果には大変満足しています。

今後，京都芸大で取り組んでみたいことは。
ヨーロッパと比べて，日本はデザインの分野ではまだまだ後進国だと感じて

います。それは恐らくデザインという活動をなんだか難しいものと捉えている人
が多いことや，供給者側の意識の持ち方にも少なからず問題があるからだと
思います。そんな敷居を取り払い，デザインやものづくりをもっと人 に々身近な
存在にしていけたらと思っています。

今回の作品のモチーフを教えてください。
モチーフはコチョウランです。この作品を手掛けることが決まったときに，

大勢の人から「おめでとう」と声をかけてもらいました。こうした皆さんの気
持ちを，どのように表現しようかと考えた結果，お祝いごとの際に贈られる
コチョウランにたどり着きました。

黄色を選んだのは，以前にも度 使々っていて，使い勝手をわかっていた
というのが大きいです。鷲田学長がお好きな色ということも聞いてはいました
が，一致したのは偶然です。

今回の作品制作で試された技法などはありますか。
制作時間を十分に確保いただけたこともあり，以前から試してみたかっ

た制作技法を使っています。
例えば，今回の規模（縦３ｍ×横１１ｍ）ぐらいのフレスコ画を制作する

際には，プロジェクターで投影する方法で下絵を描いてきましたが，初めて
下絵を壁にトレースするやり方を試してみました。他にも漆喰の塗り方も工
夫を凝らしています。

制作作業を通じて苦労されたことはありましたか。
漆喰をつくるには，原料の石灰と砂を混ぜ合わせるんですが，砂の種類

や水分の加減はもちろん，部屋の温度や日照によって乾き具合も全く変わっ
てしまうので，この部屋に適した成分配合に試行錯誤しながら取り組みまし
た。

フレスコ画の制作はいつから始められたのでしょうか。
大学２回生の頃からです。シルクスクリーンやペンキを使った作品を手掛

けることもありますが，フレスコ画が基本です。

最後に，今回の取組を制作者としてどのようにお考えですか。
今回の作品制作にはフレスコ画を学んでいる学生から，全くの素人の大

学職員まで，本当に多くの人が関わっていて，その振り幅の大きさが面白かっ
たですね。

貴重な経験をさせていただく機会を与えてくださった鷲田学長はじめ皆さ
んに感謝しています。ありがとうございました。

「
学
長
室
」
制
作
者
コ
メ
ン
ト

Kyo-gei Tsushin

牛
う し だ

田 裕
ゆ う や

也

川
か わ た

田 知
さ と し

志
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客
員
教
授
・
特
別
講
師
に
よ
る
授
業
・
講
座
な
ど

森田りえ子客員教授

中村 功客員教授佐渡 裕氏

建畠 晢客員教授

世
界
の
第
一
線
に
学
ぶ

京
都
芸
大
で
は
、
毎
年
、
美
術
・
音
楽
各
分
野
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
方
々

を
講
師
に
迎
え
、
授
業
・
講
座
を
開
講
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
に
開
講
し
た

授
業
・
講
座
な
ど
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

森村泰昌客員教授と加須屋明子教授

竹本駒之助客員教授

Kyo-gei Tsushin

建
畠 

晢　
客
員
教
授

２
０
１
４
年
度
ま
で
本
学
の
学
長

を
務
め
ら
れ
た
建
畠
晢
氏
（
現
多
摩

美
術
大
学
学
長
）
に
よ
る
特
別
授
業

が
、７
月
23
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

「
国
際
展
と
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
～
今

年
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

を
ふ
ま
え
て
」
と
題
し
た
授
業
で

は
、
当
時
開
催
中
で
あ
っ
た
「
第
56

回
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
国

際
美
術
展
」を
視
察
し
た
建
畠
氏
が
、

過
去
に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー

レ
日
本
館
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
や
日

本
国
内
で
開
催
さ
れ
た
各
種
国
際

芸
術
祭
の
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務
め
ら
れ
た
経
験

を
元
に
、
今
日
の
国
際
展
の
あ
り
方

を
論
じ
ま
し
た
。

森
村
泰
昌　

本
学
芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
が

９
月
19
日
に
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
、
名
画
の
登
場
人
物
や
女
優
に

扮
し
た
セ
ル
フ
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
で
知

ら
れ
、
同
セ
ン
タ
ー
の
特
別
招
聘
研

究
員
も
務
め
る
美
術
家
・
森
村
泰
昌

氏
が
参
加
し
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
今
日
の
芸
術

文
化
に
お
い
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い

る
「
ア
ー
カ
イ
ブ
」
を
テ
ー
マ
に
開

催
し
、
森
村
氏
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ

た
「
ア
ー
カ
イ
ブ
」
に
関
す
る
疑
問

に
対
し
て
、
５
名
の
教
員
や
研
究
者

が
答
え
る
形
式
で
進
め
ら
れ
、
登
壇

者
全
員
に
よ
る
討
論
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

竹
本
駒
之
助　
客
員
教
授

11
月
27
日
に
開
催
し
た
日
本
伝
統

音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
第
43
回
公
開

講
座
に
お
い
て
、
女
流
義
太
夫
の
太

夫
で
唯
一
の
人
間
国
宝
で
あ
る
竹
本

駒
之
助
師
が
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』

九
段
目
切
「
山
科
隠
家
の
段
」
丸
一

段
を
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。

通
常
は
、
前
半
と
後
半
に
分
け
て

上
演
さ
れ
る
演
目
で
す
が
、
今
回
は

特
別
に
約
85
分
の
大
曲
を
通
し
で
演

奏
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
村 

功　
客
員
教
授

８
月
10
日
か
ら
同
月
12
日
ま
で
の

３
日
間
、
ド
イ
ツ
を
中
心
に
世
界
的

に
活
躍
中
の
パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ニ
ス
ト

で
あ
る
中
村
功
氏
に
よ
る
集
中
講
義

を
行
い
ま
し
た
。

講
義
で
は
、
受
講
し
た
学
生
に
対

し
て
、
豊
富
な
演
奏
歴
を
踏
ま
え
つ

つ
、
打
楽
器
を
演
奏
す
る
上
で
求
め

ら
れ
る
身
体
の
使
い
方
や
求
め
る
音

の
イ
メ
ー
ジ
の
持
ち
方
な
ど
に
つ
い

て
レ
ク
チ
ャ
ー
い
た
だ
い
た
ほ
か
、

学
生
一
人
一
人
に
対
し
て
実
技
指
導

を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

森
田
り
え
子　
客
員
教
授

日
本
画
家
の
森
田
り
え
子
氏
に
よ

る
特
別
授
業
を
、
11
月
27
日
に
真
澄

寺
別
院
流
響
院
（
京
都
市
左
京
区
）

に
て
開
催
し
ま
し
た
。
同
院
は
、
森

田
氏
が
描
い
た
非
公
開
の
襖
絵
を
所

蔵
し
て
お
り
、
今
回
の
授
業
は
同
院

の
御
協
力
に
よ
り
、
こ
の
襖
絵
の
前

で
行
い
、
森
田
氏
か
ら
解
説
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

授
業
で
は
、「
京
芸
と
私
～
恩
師

か
ら
学
ん
だ
心
～
」
を
テ
ー
マ
に
、

森
田
氏
の
創
作
活
動
の
出
発
点
で
あ

る
京
芸
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
写
生

す
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
授
業
に
先
立
ち
、
七
代
目

小
川
治
兵
衛
が
手
掛
け
た
同
院
庭
園

の
鑑
賞
も
行
い
、
学
生
と
一
緒
に
京

芸
友
の
会
会
員
に
も
参
加
い
た
だ
き

ま
し
た
。

佐
渡 

裕 

氏

９
月
17
日
に
、本
学
出
身
で
あ
り
、

国
内
外
で
活
躍
中
の
指
揮
者 

佐
渡

裕
氏
を
招
き
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
特

別
授
業
を
行
い
ま
し
た
。

講
義
で
は
、
Ａ
・
ド
ヴ
ォ
ル
ザ
ー

ク
の
交
響
曲
第
８
番
を
演
奏
し
、
音

の
表
現
や
テ
ン
ポ
の
取
り
方
な
ど
き

め
細
か
な
指
導
を
行
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

客
員
教
授

特
別
招
聘
研
究
員
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作曲家・本学卒業生

酒
さ か い

井 健
け ん じ

治 さん

—
—

日
本
人
の
ロ
ー
マ
賞
の
受

賞
は
、
1
9
8
4
年
の
佐
藤
喜

美
さ
ん
以
来
、
二
人
目
の
快
挙
で

す
。
こ
の
栄
え
あ
る
賞
の
受
賞
は

予
想
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
。

賞
に
応
募
す
る
に
あ
た
り
、
同

僚
た
ち
か
ら
選
考
方
針
等
の
情
報

を
耳
に
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
審
査
員
の
傾
向
も
毎
年
変
わ

る
わ
け
で
す
し
、
特
に
当
て
に
し

た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
よ
り
も
、
自
分
の
キ
ャ
リ
ア

が
賞
に
値
す
る
の
か
ど
う
か
が
大

切
で
あ
り
、
今
回
賞
を
い
た
だ
け

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
積
み
上

げ
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
が
評
価
い
た

だ
け
た
と
い
う
こ
と
だ
と
理
解
し

て
い
ま
す
。

—
—

昨
年
の
9
月
か
ら
メ
デ
ィ

チ
荘
に
滞
在
さ
れ
、
創
作
活
動
に

励
ま
れ
て
お
い
で
で
す
が
、
ロ
ー

マ
の
印
象
は
い
か
が
で
す
か
。

素
晴
ら
し
い
で
す
。
実
は
こ
ち

ら
に
来
る
ま
で
は
、
イ
タ
リ
ア
と

い
う
国
に
つ
い
て
、
例
え
ば
電
車

が
時
間
ど
お
り
に
来
な
い
と
か
郵

便
物
が
届
か
な
い
と
い
っ
た
よ
う

な
、
日
常
生
活
を
送
る
上
で
少
な

か
ら
ず
不
便
を
強
い
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ

り
、
不
安
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
自
分
が
滞
在
す
る
メ
デ
ィ
チ

荘
は
、
ま
ず
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
素

晴
ら
し
く
、
街
を
一
望
で
き
る
高

台
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
分

の
ア
ト
リ
エ
か
ら
ロ
ー
マ
の
街
は

も
と
よ
り
ヴ
ァ
チ
カ
ン
を
も
一
望

で
き
る
。
そ
れ
だ
け
で
十
分
素
晴

ら
し
い
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想

で
す
。

自
分
が
住
ま
い
と
し
て
い
る
ア

ト
リ
エ
は
、
キ
ッ
チ
ン
付
き
で
約

60
平
方
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
が
あ

り
、
一
通
り
生
活
で
き
る
環
境
が

整
っ
て
い
ま
す
。
楽
器
は
フ
ラ
ン

ス
の
プ
レ
イ
エ
ル
社
製
の
古
い
ピ

ア
ノ
を
用
意
し
て
も
ら
い
ま
し
た

の
で
、
毎
日
こ
れ
を
弾
い
て
い
ま

す
。—

—

メ
デ
ィ
チ
荘
で
は
、
日
頃

ど
の
よ
う
に
お
過
ご
し
で
す
か
。

メ
デ
ィ
チ
荘
に
滞
在
す
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
入
居
期

間
中
に
そ
れ
ぞ
れ
研
究
課
題
に
取

り
組
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
私
は
イ
タ
リ
ア
の
ル
ネ

サ
ン
ス
期
に
活
躍
し
た
カ
ル
ロ
・

ジ
ェ
ズ
ア
ル
ド
と
い
う
作
曲
家
の

作
品
を
ベ
ー
ス
に
し
た
新
作
を
書

く
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り

組
ん
で
お
り
、
そ
の
探
求
に
時
間

を
費
や
し
た
り
、
イ
タ
リ
ア
語
も

勉
強
し
て
い
ま
す
。
以
前
に
暮
ら

し
た
マ
ド
リ
ッ
ド
よ
り
は
、
ロ
ー

マ
の
人
は
英
語
が
し
ゃ
べ
れ
ま
す

し
、
メ
デ
ィ
チ
荘
の
中
は
フ
ラ
ン

ス
語
が
通
用
す
る
の
で
勉
強
し
な

く
て
も
い
い
か
な
と
も
思
い
つ
つ

も
勉
強
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
傍
ら
で
、
時
間
を
見
つ
け

て
ピ
ア
ノ
を
弾
い
た
り
、
外
部
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
作
曲
の
仕
事
を

行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。 

—
—

現
在
、
メ
デ
ィ
チ
荘
に
は

何
名
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
滞
在
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

自
分
も
含
め
て
16
人
で
す
。
音

楽
家
は
自
分
以
外
に
3
人
い
ま
す

が
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
等
の
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
を
手
掛
け
て
い
る
の

は
私
だ
け
で
す
。
他
の
3
人
は
即

興
演
奏
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

と
い
っ
た
よ
う
な
、
も
う
少
し
美

術
寄
り
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
活
動
を

し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
画

家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
建
築
家
、
文

学
者
、
美
術
史
家
、
映
画
監
督
、

舞
台
演
出
家
等
が
共
に
暮
ら
し
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
他
分
野
の
人
と
交
流

を
し
な
が
ら
創
作
に
励
ん
で
い
る

わ
け
で
す
が
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ

ン
ス
の
最
大
の
魅
力
で
す
。
私
の

ア
ト
リ
エ
の
隣
に
は
デ
ザ
イ
ナ
ー

や
画
家
が
入
居
し
て
い
る
の
で
す

が
、
た
ま
に
そ
の
部
屋
を
訪
ね
、

制
作
中
の
作
品
を
見
さ
せ
て
も

ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
普
段
は

基
本
的
に
机
に
向
か
っ
て
楽
譜
を

書
い
た
り
、
演
奏
会
の
リ
ハ
ー
サ

ル
に
立
ち
会
い
本
番
を
迎
え
る
と

い
う
生
活
が
常
で
す
の
で
、
異
分

野
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
交
流
を
持

ち
な
が
ら
創
作
活
動
に
励
む
と
い

う
体
験
は
と
て
も
新
鮮
で
す
し
、

そ
れ
以
上
に
お
互
い
の
ア
ー
ト
に

対
す
る
考
え
方
や
美
学
を
意
見
交

換
で
き
る
と
い
う
点
で
も
魅
力
的

な
環
境
と
い
え
ま
す
。

—
—

交
流
の
一
環
と
し
て
、
食

事
を
他
の
住
人
と
一
緒
に
さ
れ
る

こ
と
な
ど
も
多
い
の
で
す
か
。

食
事
は
、
基
本
は
自
分
で
つ
く

り
ま
す
が
、
週
に
一
度
、
他
の
住

人
や
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
の
食
事
会

Prix de Rome（ローマ賞）
受賞

ス
ペ
シ
ャ
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

読売日本交響楽団（指揮＝シルヴァン・カンブルラン）のヨーロッパツアーにおいて，委嘱作品
「ブルーコンチェルト」の再演（パレ・デ・ボザール／ベルギー・ブリュッセル　2015年）

ヴィラ・メディチからの眺め

ローマ賞は，作曲や造形芸術，文芸などに取り組む若手が在
ローマ・フランス・アカデミーの本拠地、ヴィラ・メディチに滞在
して創作活動を行うための権威ある奨学金制度です。ローマ
賞は1968年に廃止されましたが，その後，フランス政府によ
りメディチ荘に滞在する若手作曲家のための奨学金制度が
設けられ，これが一般的に現在もローマ賞と呼ばれており，
毎年フランス文化省が奨学金給付者の選考を行っています。
過去の音楽分野での受賞者にはベルリオーズ，ビゼー，マス
ネ，ドビュッシーなど著名な作曲家が多く選ばれています。

ローマ賞
（ローマ・フランス・アカデミー滞在者資格）

とは

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以

外
に
も
ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
の
イ

ベ
ン
ト
が
組
ま
れ
ま
す
の
で
、
そ

う
し
た
場
も
利
用
し
て
交
流
を

図
っ
て
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
は
と
に

か
く
食
事
が
美
味
し
い
で
す
ね
。

直
前
は
ベ
ル
リ
ン
に
い
ま
し
た

が
、
ア
ー
ト
を
取
り
巻
く
環
境
は

素
晴
ら
し
か
っ
た
半
面
、
食
事
は

今
一
つ
で
し
た
の
で
、
こ
ち
ら
に

来
て
か
ら
助
か
っ
て
い
ま
す
。

—
—

メ
デ
ィ
チ
荘
の
滞
在
期
間

は
い
つ
ま
で
で
す
か
。

基
本
は
9
月
か
ら
8
月
ま
で
の

1
年
間
で
す
。
随
分
昔
の
話
で
す

が
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
た
ち
が
過
ご

し
た
時
代
は
5
年
ぐ
ら
い
あ
っ
た

よ
う
で
す
が
、
現
在
は
フ
ラ
ン
ス

政
府
の
文
化
予
算
も
減
少
し
て
お

り
、
1
年
と
な
っ
て
い
ま
す
。

—
—

メ
デ
ィ
チ
荘
で
曲
を
書
く

と
い
う
経
験
は
、
ご
自
身
に
と
っ

て
特
別
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

曲
を
書
く
と
い
う
行
為
自
体

は
、
日
本
で
あ
ろ
う
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
あ
ろ
う
が
ど
こ
に
住
ん
で
い

て
も
で
き
る
こ
と
で
す
。
重
要
な

の
は
場
所
で
は
な
く
、
経
験
だ
と

エ リザベート王妃国際音楽コンクール作
曲部門グランプリや芥川作曲賞をはじ

めとする国内外の賞を受賞するなど，現在最
も注目を集める若手作曲家の一人，本学卒
業生の酒井健治さん。昨年，日本人作曲家
で２人目となるローマ賞受賞者となりました。
この快挙を記念して，近況や今後の活動に
ついてお話を伺いました。

- skype にて 2015 年 12 月 21 日実施
- 聞き手：遠藤隆明さん（作曲専攻 3 回生 * 取材当時）
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酒井健治（さかい・けんじ）
1977 年生まれ。京都市立芸術大学卒業後，渡仏。フランス国立パリ高等音
楽院，ジュネーヴ音楽院，Ircam（イルカム＝フランス国立音響音楽研究所）
にて作曲，ピアノ，楽曲分析，電子音楽等を学んだ後，2012 年 9 月マドリッド・
フランスアカデミーの芸術部門の会員に選出された。ジョルジュエネスコ国際
コンクール作曲部門グランプリ（2007），武満徹作曲賞第一位（2009），ルツェ
ルン・アートメンターファンデーション賞（2010），エリザベート王妃国際音楽コ
ンクール作曲部門グランプリ（2012），文化庁長官表彰（国際芸術部門）（2012），
芥川作曲賞（2013），ジョルジュ・ヴィルデンシュタイン賞（2013）等の国内外
の賞を次々に受賞し，2015 年 5 月フランス文化省によりローマ・フランスアカ
デミーのフェロー（ローマ賞）に選ばれた。また，X JAPAN の hide へのトリビュー
トアルバムの参加や TV 出演，日本音楽コンクールの審査員を努める等，クラ
シック音楽の創作に留まらない活動が注目されている。

ローマ賞受賞者たち，メディチ荘ディレクターと（2015年）

©Maxime Lenik

思
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
で
暮
ら
し
、

メ
デ
ィ
チ
荘
で
他
の
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
と
生
活
を
共
に
す
る
中
で
得
ら

れ
る
経
験
こ
そ
が
重
要
な
こ
と
で

す
。—

—

作
曲
を
行
う
際
、
同
世
代

の
作
曲
家
の
楽
譜
を
見
た
り
演
奏

を
聴
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
。昔

は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
そ

れ
程
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
や
り

た
い
こ
と
が
確
立
し
て
く
る
と
、

同
世
代
の
作
曲
家
の
作
品
を
聴
く

こ
と
の
優
先
順
位
は
次
第
に
低
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
は
同
世
代

よ
り
も
若
い
世
代
が
気
に
な
り
ま

す
ね
。

—
—

一
昨
年
と
昨
年
に
、
日
本

音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
員
を
務

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
感
想
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

演
奏
会
で
演
奏
さ
れ
る
楽
曲

は
、
同
世
代
や
年
上
の
方
の
作
品

が
多
く
、
若
い
作
曲
家
の
作
品
を

聴
く
機
会
が
少
な
い
の
で
貴
重
な

経
験
で
し
た
し
、
非
常
に
楽
し

か
っ
た
で
す
。
自
分
個
人
の
興
味

と
し
て
は
、
20
代
半
ば
の
若
い
作

曲
家
達
が
何
を
考
え
て
音
に
表
現

し
て
い
る
の
か
、
音
の
向
こ
う

側
に
あ
る
若
い
作
曲
家
の
美
学
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
伝
統
の
捉
え

方
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
世
代
と

の
違
い
な
ど
に
注
目
し
て
審
査
に

当
た
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

—
—

作
曲
活
動
に
苦
し
さ
を
感

じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

学
生
の
頃
は
、
ど
れ
だ
け
考
え

て
も
書
け
な
い
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

う
い
う
こ
と
は
経
験
を
積
む
内
に

自
分
な
り
の
対
処
法
を
編
み
だ
し

て
い
く
も
の
で
す
。
ス
ラ
ン
プ
も

当
然
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
乗
り

切
る
方
法
と
い
う
の
も
身
に
付
け

て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
今
は
作
曲

以
外
の
仕
事
、
事
務
な
ど
の
多
忙

で
、
曲
を
書
け
な
い
状
態
に
置
か

れ
る
こ
と
が
一
番
の
苦
し
み
だ
と

思
い
ま
す
。

—
—

日
本
の
伝
統
楽
器
を
使
っ

た
曲
を
書
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。

仕
事
と
し
て
過
去
に
2
度
ほ
ど

経
験
し
た
程
度
で
す
。
こ
れ
は
年

齢
の
問
題
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
邦
楽
器
を
使
っ
て
み
て
も
、

自
分
の
中
で
納
得
す
る
も
の
が
で

き
ま
せ
ん
。
楽
器
が
持
つ
日
本
的

な
も
の
と
い
う
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン

（
共
示
）
を
取
り
払
い
、
純
粋
に

音
響
学
的
な
見
地
で
捉
え
る
ア
プ

ロ
ー
チ
も
考
え
て
み
た
り
も
し
ま

し
た
が
、
や
は
り
使
う
か
ら
に
は

邦
楽
器
の
持
つ
価
値
や
コ
ノ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
尊
重
し
つ
つ
、
自
分
の

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
も
反
映
さ
せ
て

い
く
よ
う
な
も
う
少
し
次
元
の
高

い
方
法
で
楽
器
を
扱
い
た
い
と
い

う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
自
分
の
中
で
は
、
ま
だ
そ
の

点
に
関
す
る
決
着
が
つ
い
て
い
ま

せ
ん
。
こ
の
先
、
そ
う
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
て
か
ら
取
り
組
ん
で
み

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

—
—

今
一
番
力
を
入
れ
て
取
り

組
ん
で
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

特
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
よ
り
も
普
段
の
仕
事
一

つ
一
つ
に
つ
い
て
、
作
品
の
質
を

落
と
す
こ
と
な
く
全
力
で
応
え
、

丁
寧
に
こ
な
す
こ
と
を
心
掛
け
て

い
ま
す
。
年
々
、
大
き
な
お
仕
事

を
い
た
だ
く
こ
と
が
増
え
て
い
ま

す
が
、
与
え
て
い
た
だ
い
た
仕
事

を
着
実
に
こ
な
し
て
き
た
結
果

が
、
現
在
の
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
に

繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
、

自
分
か
ら
何
か
大
き
な
こ
と
を

や
っ
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今

後
も
２
０
１
９
年
ま
で
に
4
～
5

件
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
新
作
の
仕
事

が
あ
り
ま
す
が
、
周
囲
が
チ
ャ
ン

ス
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。

—
—

今
後
の
日
本
で
の
活
動
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

今
年
の
5
月
13
日
と
14
日
の
2

日
間
、
京
都
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル

で
京
響
向
け
に
書
い
た
新
曲
を
披

露
す
る
予
定
で
す
。
や
っ
と
京
都

で
大
規
模
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
作
品

を
発
表
で
き
、
嬉
し
い
か
ぎ
り
で

す
。関

西
で
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
の

仕
事
は
２
０
１
２
年
の
い
ず
み
シ

ン
フ
ォ
ニ
エ
ッ
タ
で
行
っ
た
新
作

初
演
以
来
で
す
が
、
久
々
に
三
管

編
成
の
大
規
模
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

作
品
と
し
て
仕
事
が
で
き
る
こ
と

を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
委
嘱
内
容
は

少
々
異
色
な
ん
で
す
が
、
Ｘ 

Ｊ

Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
元
メ
ン
バ
ー
で
あ

り
、
ソ
ロ
で
も
活
躍
さ
れ
た
ギ
タ

リ
ス
ト
の
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
さ
ん
へ
の
オ

マ
ー
ジ
ュ
曲
を
書
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
さ
ん
関
係
の

お
仕
事
は
実
は
2
回
目
の
こ
と

で
、
今
か
ら
3
年
程
前
に
ト
リ

ビ
ュ
ー
ト
版
Ｃ
Ｄ
に
曲
を
提
供
し

て
い
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
が
き
っ

か
け
で
今
回
の
お
話
に
繋
が
り
ま

し
た
。

—
—

ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
さ
ん
の
フ
ァ
ン

層
の
方
に
は
酒
井
さ
ん
の
楽
曲
は

あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
よ
う
に
も

思
い
ま
す
が
、
そ
の
点
は
ど
の
よ

う
に
お
考
え
で
す
か
。

今
回
の
経
験
は
、
私
に
と
っ
て

も
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
も
の
で

す
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
方
か
ら

は
、
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
さ
ん
の
楽
曲
を
単

に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
ア
レ
ン
ジ
す

る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
自

由
に
書
い
て
く
れ
て
構
わ
な
い
と

い
う
言
葉
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
何
か
新
し
い
こ
と
を
や
っ
て

く
れ
と
言
っ
て
も
ら
え
た
こ
と
は

大
変
あ
り
が
た
く
、
作
曲
家
が
自

由
に
自
分
の
音
楽
を
表
現
で
き
る

機
会
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
仕

事
と
し
て
の
面
白
み
に
欠
け
る
の

で
、
ｈ
ｉ
ｄ
ｅ
さ
ん
の
既
存
の
楽

曲
と
自
分
の
音
楽
性
を
擦
り
合
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う

チ
ャ
レ
ン
ジ
を
自
分
に
課
す
こ
と

に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
聴
き
に
来

ら
れ
る
皆
さ
ん
は
、
現
代
音
楽
を

頻
繁
に
聴
か
れ
る
層
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
方
た
ち
に
も

満
足
し
て
も
ら
え
る
楽
曲
に
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

—
—

最
後
に
在
校
生
や
受
験
生

に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま

す
。学

生
時
代
は
い
わ
ゆ
る
モ
ラ
ト

リ
ア
ム
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
と

て
も
貴
重
な
時
間
で
す
。
仕
事
を

す
る
こ
と
な
く
自
分
の
や
り
た
い

こ
と
に
多
く
の
時
間
を
費
や
す
こ

と
が
で
き
る
の
が
学
生
の
特
権
で

す
。
社
会
に
出
た
ら
そ
の
こ
と
を

痛
感
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

が
い
か
に
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、

学
業
や
自
分
自
身
の
創
作
に
励
ん

で
欲
し
い
で
す
ね
。
年
齢
を
重
ね

て
か
ら
思
い
知
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
20
代
の
1
年
と
い
う
時
間

は
本
当
に
貴
重
な
も
の
で
す
。
そ

れ
だ
け
に
一
日
一
日
を
大
切
に

し
、
全
力
を
尽
く
し
て
日
々
の
生

活
を
送
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

LEGEND SYMPHONY
Vol.1 hide

2016 年 5 月13 日（金）19 時開演
　　　　　　14 日（土）16 時開演

京都コンサートホール 大ホール

全席指定9,500円(税込)

公 演 情 報
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教
員
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

音
楽
学
部 
ピ
ア
ノ
専
攻 

講
師 田た

む

ら村 

響ひ
び
き

—
—

今
年
度
か
ら
京
都
芸
大
の

教
員
に
加
わ
ら
れ
た
わ
け
で
す

が
、
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

お
話
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
大

学
院
の
修
了
が
目
前
に
迫
っ
た
時

期
で
、
修
士
論
文
の
提
出
を
終

え
て
演
奏
試
験
の
準
備
に
取
り
か

か
っ
て
い
た
時
期
で
し
た
。
私
は

京
都
芸
大
出
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
関
わ
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
正
直
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
お
話
し
を
い
た
だ
く
ま
で
は
、

専
任
講
師
と
し
て
後
進
の
指
導
に

あ
た
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た

時
間
が
減
り
ま
し
た
が
、
そ
の
中

で
や
る
の
だ
と
い
う
意
志
と
気
持

ち
が
一
層
強
く
な
り
ま
し
た
し
、

レ
ッ
ス
ン
で
生
徒
と
接
す
る
こ
と

で
と
て
も
良
い
刺
激
を
も
ら
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

—
—

実
際
に
指
導
に
当
た
ら
れ

て
み
て
、
京
都
芸
大
の
学
生
の
印

象
は
い
か
が
で
す
か
。

真
面
目
で
優
秀
で
す
し
、
と
て

も
頑
張
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

言
わ
れ
た
こ
と
を
い
ち
早
く
察

知
し
て
体
現
す
る
能
力
が
あ
り
ま

す
の
で
、
も
っ
と
自
発
的
に
音
楽

を
創
造
し
て
ど
ん
ど
ん
自
己
発
信

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
生
徒

そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
や
特
徴
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
単
に
技
術
や
決
ま
っ

た
形
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
人

間
関
係
を
育
み
な
が
ら
、
そ
の
一

人
ひ
と
り
の
心
と
音
楽
が
一
致
し

た
音
作
り
が
で
き
た
ら
と
考
え
て

い
ま
す
。

—
—

ピ
ア
ニ
ス
ト
の
道
を
本
格

的
に
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は

い
つ
頃
で
し
ょ
う
か
。

明
確
に
意
識
し
た
こ
と
は
な
い

と
い
う
か
、
敢
え
て
意
識
を
し
な

い
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
の
が

正
確
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

12
歳
の
頃
に
教
わ
っ
て
い
た
先
生

に
初
め
て
お
会
い
し
た
時
に
、「
僕

に
は
ピ
ア
ノ
し
か
な
い
」
と
言
っ

た
よ
う
で
す
。

両
親
や
兄
が
音
楽
を
や
っ
て
い

た
た
め
、
気
が
付
く
と
当
た
り
前

の
よ
う
に
音
楽
が
あ
り
、
幼
い
頃

か
ら
無
意
識
に
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て

い
ま
し
た
。
コ
ン
ク
ー
ル
も
小
学

校
１
年
生
か
ら
受
け
続
け
て
い
ま

し
た
の
で
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ

て
の
日
常
で
し
た
し
、
止
め
た
い

と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

壁
が
目
の
前
に
現
れ
た
ら
、
そ
れ

を
乗
り
越
え
な
い
と
気
が
済
ま
な

い
タ
イ
プ
で
し
た
。

—
—

影
響
を
受
け
た
ピ
ア
ニ
ス

ト
は
い
ま
す
か
。

高
校
生
の
頃
か
ら
、
ク
ラ
ウ

デ
ィ
オ
・
ア
ラ
ウ
と
い
う
チ
リ
出

身
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
演
奏
を
好
ん

で
聴
い
て
い
ま
し
た
。
多
く
の
素

晴
ら
し
い
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
い
ま
す

が
、
彼
の
演
奏
を
聴
く
と
、
自
分

も
ピ
ア
ノ
を
弾
き
た
い
と
い
う
思

い
に
駆
ら
れ
ま
す
。
演
奏
に
行
き

詰
ま
る
と
少
し
音
楽
か
ら
離
れ
た

く
な
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う

な
時
で
も
彼
の
音
楽
を
耳
に
す
る

と
不
思
議
と
ま
た
音
楽
に
向
き

合
お
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。—

—

海
外
留
学
や
国
際
的
な
賞

の
受
賞
な
ど
、
様
々
な
経
験
を
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ご
自
身
に
と
っ

て
の
最
大
の
転
機
は
な
ん
で
し
ょ

う
か
。

ロ
ン
・
テ
ィ
ボ
ー
国
際
コ
ン

ク
ー
ル
に
臨
む
前
に
大
き
な
失
恋

を
し
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
は
気
持

ち
も
沈
ん
だ
状
態
が
続
い
た
の
で

す
が
、
そ
の
時
に
自
分
の
考
え
方

を
転
換
す
る
本
に
出
会
い
、
無
心

に
な
っ
て
読
み
耽
る
中
で
人
間
の

本
質
と
い
う
も
の
に
思
い
を
馳
せ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
年
齢
に
な
る
と
、
練
習

し
て
上
手
く
な
る
と
か
で
は
な
く

て
、
音
楽
に
そ
の
人
の
人
生
そ
の

も
の
が
現
れ
出
て
く
る
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。
自
分
自
身
を
成
長
さ

せ
な
い
と
出
て
こ
な
い
。
毎
日
を

一
生
懸
命
生
き
る
と
い
う
こ
と
全

部
が
経
験
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
自

分
の
音
楽
に
反
映
さ
れ
て
い
く
。

順
番
と
し
て
は
、
い
か
に
生
き
る

か
と
い
う
こ
と
が
先
で
、
音
楽
は

そ
の
後
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

—
—

学
生
の
指
導
で
行
っ
て
み

た
い
こ
と
は
何
か
あ
り
ま
す
か
。

鍵
盤
に
向
き
合
う
以
外
の
事
を

特
に
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

私
自
身
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
家
庭
に

生
ま
れ
、
幼
い
頃
か
ら
毎
週
教
会

に
通
い
賛
美
歌
や
合
唱
な
ど
に

触
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
環
境
が

あ
っ
た
か
ら
か
、
音
楽
と
向
き
合

う
時
は
常
に
「
神
」
の
存
在
が
あ

り
ま
す
。
宗
教
の
種
類
は
さ
て
お

き
、
人
生
に
は
神
の
大
き
な
力
が

働
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
試
験

や
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
他
人
の
評
価

が
伴
な
う
機
会
の
中
で
も
、
こ
う

し
て
音
楽
を
続
け
ら
れ
る
感
謝
を

忘
れ
ず
、
神
の
栄
光
を
橋
渡
し
す

る
存
在
に
な
ろ
う
と
す
る
気
持
ち

を
携
え
る
事
が
と
て
も
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
経
験
も

糧
に
し
て
人
間
と
し
て
の
成
長
を

目
指
し
、
謙
虚
に
強
く
賢
く
前
に

進
ん
で
行
け
る
マ
イ
ン
ド
を
ど
の

よ
う
に
し
た
ら
築
け
る
か
を
指
導

と
い
う
よ
り
一
緒
に
考
え
共
有
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

—
—

プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
コ
ン

サ
ー
ト
に
向
け
て
、
意
気
込
み
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

今
回
の
演
奏
会
は
京
都
芸
大

に
着
任
し
た
ば
か
り
の
私
に
と
っ

て
、
大
学
は
も
ち
ろ
ん
地
域
に

田村響（たむら・ひびき）
2015 年大阪音楽大学大学院修士修了。同年より本学教員。2006
年第 16 回出光音楽賞，2007 年ロン・ティボー国際コンクール優勝，
2008 年文化庁長官表彰・国際芸術部門，2009 年安城市市民栄誉賞，
第 10 回ホテルオークラ音楽賞，2015 年文化庁芸術祭賞新人賞，愛
知県芸術文化選奨文化新人賞。

ザ ルツブルク・モーツァルテウム音楽大学留学中，
二十歳の若さでロン・ティボー国際コンクールで

優勝するなど，国内外で活躍中のピアニスト・田村響
講師にお話を伺いました。

Kyo-gei Tsushin

本学音楽学部専任教員による

プロフェッサーコンサート

入場料：500 円（全席自由）
チケット：075-711-3232（京都コンサートホール）
問合せ：075-334-2204（京都市立芸術大学 事務局 連携推進課 事業推進担当）

2016 年 3 月 28 日（月）19 時開演
会場：京都コンサートホール 小ホール
　　　（アンサンブルホールムラタ）
出演：田村 響（ピアノ）

馴
染
む
き
っ
か
け
の
一
つ
だ
と
感

じ
、
喜
ん
で
お
引
き
受
け
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
も

京
都
で
は
何
度
か
演
奏
さ
せ
て
い

た
だ
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
う
し
た
大
学
主
催
の
イ
ベ
ン
ト

で
演
奏
す
る
こ
と
で
、
京
都
芸
大

の
一
員
に
加
わ
っ
た
と
い
う
気
持

ち
も
一
層
湧
い
て
く
る
と
思
い
ま

す
。私

自
身
ま
だ
ま
だ
未
熟
者
で
は

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
京
都
の
地
に

導
い
て
く
だ
さ
っ
た
神
様
に
感
謝

し
、
音
楽
家
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、

一
人
の
人
間
と
し
て
さ
ら
な
る
成

長
・
発
展
を
目
指
し
て
精
進
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

10

学生への指導の様子

Program

の
で
す
が
、
今
回
の
ご
縁
に
直
感

的
に
お
受
け
す
べ
き
だ
と
思
い
決

断
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
素

晴
ら
し
い
先
生
方
の
中
に
混
ぜ
て

い
た
だ
き
光
栄
で
す
。

—
—

教
員
に
な
ら
れ
て
か
ら
は
、

い
か
が
お
過
ご
し
で
す
か
。

着
任
し
て
か
ら
、
1
回
生
か
ら

大
学
院
生
ま
で
11
名
の
指
導
を
担

当
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
並
行
し

て
自
分
自
身
の
演
奏
活
動
も
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
4
月
か
ら
は
今

ま
で
よ
り
も
時
間
の
使
い
方
が
が

ら
り
と
変
わ
り
ま
し
た
。
練
習

L.v. ベートーヴェン「ピアノソナ
タ第 23 番へ単調作品 57《情
熱》」，F.ショパン「スケルツォ
第2番変ロ短調作品31」，「ワ
ルツ集」より　他

公 演 情 報
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日本の音楽・芸能に関する一般書籍・
古文献・楽譜・録音映像資料・楽器等を
収集する専門図書室も備えています。専門
スタッフがお手伝いするレファレンスサービス
もあり，どなたでも閲覧可能です。是非お
越しください。

http://w3.kcua.ac.jp/jtm/
開室日時:水・木・金曜日10:00-12:00，13:00-17:00

Kyo-gei Tsushin

Information

日本伝統音楽研究センター教授 山
や ま だ

田 智
ち え こ

恵子

義
ぎ だ ゆ う ぶ し

太夫節を聴く力を育てたい

作
『
冥
途
の
飛
脚
（
め
い
ど
の
ひ

き
ゃ
く
）』
の
登
場
人
物
で
、
相

方
は
忠
兵
衛
で
す
。

人
形
芝
居
で
あ
る
文
楽
は
、
最

近
は
字
幕
付
き
、
初
心
者
に
は
イ

ヤ
ホ
ン
ガ
イ
ド
も
あ
る
の
で
、
わ

か
り
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
人
が

い
る
の
が
現
実
で
す
。
し
か
し
、

人
形
に
目
を
奪
わ
れ
、
字
幕
の
文

字
面
を
目
で
追
う
の
に
忙
し
す
ぎ

て
集
中
で
き
ず
、
ま
し
て
や
義
太

夫
節
を
音
曲
と
し
て
聴
く
の
は
難

し
い
の
で
す
。「
百
聞
は
一
見
に

如
か
ず
」
と
い
い
ま
す
し
、
最
近

の
状
況
か
ら
し
て
、
視
覚
的
要
素

が
優
位
な
の
は
認
め
ま
す
が
、
義

太
夫
節
を
音
曲
と
し
て
も
楽
し
む

こ
と
、
聴
く
力
を
取
り
戻
し
、
想

像
力
を
養
う
こ
と
は
、
義
太
夫

節
に
限
ら
ず
日
本
の
伝
統
芸
能
に

と
っ
て
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
私
は
、
市
民
の
方
々
や

学
生
に
対
し
て
、
義
太
夫
節
を
聴

い
て
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
テ
ク
ス
ト
を
音
読
し
た
後
、

そ
の
部
分
の
義
太
夫
節
を
聴
く
と

い
う
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
物
語

を
理
解
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
こ
と
ば
の
一
つ
一
つ
に
対
し

て
、
義
太
夫
節
が
ど
の
よ
う
に
音

楽
と
し
て
表
現
し
て
い
る
か
を
考

え
て
い
き
ま
す
。
テ
ク
ス
ト
を
黙

読
で
は
な
く
音
読
す
る
の
は
、
音

読
す
る
こ
と
で
初
め
て
気
付
く
こ

と
が
多
く
あ
る
か
ら
で
す
。
た
と

え
ば
、
七
五
調
の
こ
と
ば
の
リ
ズ

ム
や
掛
詞
や
発
音
の
し
か
た
な

ど
、
独
特
の
も
の
が
多
く
あ
る
の

で
す
。
こ
れ
ら
は
、「
語
り
」
そ

れ
を
「
聴
く
」
た
め
に
工
夫
さ
れ

て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

今
年
度
は
、
有
名
な
『
仮
名

手
本
忠
臣
蔵
』
の
「
九
段
目
切
山

科
隠
家
の
段
」
を
、
作
曲
の
院
生

と
音
読
し
、
聴
き
ま
し
た
。
11
月

に
竹
本
駒
之
助
客
員
教
授
に
よ
る

公
開
講
座
も
開
催
予
定
だ
っ
た
か

ら
で
す
。
そ
の
授
業
に
は
イ
タ
リ

ア
人
の
客
員
研
究
員
の
Ｇ
君
が
参

加
し
ま
し
た
。
彼
は
か
な
り
日
本

語
が
で
き
る
の
で
す
が
、
自
身
で

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
氏
の
翻
訳
を

持
参
し
て
い
ま
し
た
。
浄
瑠
璃
本

文
の
こ
と
ば
、
そ
の
語
釈
、
キ
ー

ン
氏
の
翻
訳
英
語
、
は
て
は
イ
タ

リ
ア
語
の
音
楽
用
語
も
飛
び
交
っ

て
、
と
て
も
楽
し
い
授
業
で
し
た
。

た
と
え
ば
「
わ
し
ゃ
恥
ず
か
し

い
と
な
ま
め
か
し
」
と
い
う
本
文

の
「
わ
し
ゃ
恥
ず
か
し
い
」
は
娘
、

小
浪
の
こ
と
ば
（
セ
リ
フ
）
で
す
。

「
と
、
な
ま
め
か
し
」
の
部
分
は
、

浄
瑠
璃
本
文
で
は
主
語
が
あ
り
ま

せ
ん
が
、
キ
ー
ン
氏
の
翻
訳
で
は
、

ナ
レ
ー
タ
ー
の
こ
と
ば
で
あ
る
と

の
解
釈
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
、「
彼

女
は
、
な
ん
て
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
な

の
だ
！
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
な

ま
め
か
し
」
と
「
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
」

は
、
日
本
人
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と

語
感
が
合
わ
な
い
よ
う
に
思
い

ま
す
し
、「
彼
女
は
艶
め
か
し
い
」

と
思
っ
て
い
る
の
は
浄
瑠
璃
本
文

に
は
登
場
し
な
い
「
語
り
手
」
な

の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
な
い

と
い
け
な
い
の
が
、
英
語
と
日
本

語
と
の
違
い
な
の
だ
と
、
い
ま
さ

ら
な
が
ら
私
も
気
付
か
さ
れ
ま
し

た
。
義
太
夫
節
で
は
語
り
手
（
太

夫
）
は
第
三
者
と
し
て
状
況
説
明

日本伝統音楽研究センター図書室
（本学内 新研究棟６階）

京
芸
で
、
日
本
の
伝
統
音
楽
に
触
れ
る

授業の様子

「第43回公開講座　義太夫節の精華　竹本駒之助九段目を語る」
(11月28日ウィングス京都イベントホールにて)

も
し
ま
す
し
、
各
登
場
人
物
の
第

一
人
称
と
し
て
の
セ
リ
フ
、
感
情

表
現
も
瞬
時
に
切
り
替
え
ま
す
。

さ
ら
に
い
え
ば
、「
な
ま
め
か
し
」

部
分
は
、
娘
の
人
形
が
、
袖
で
顔

を
覆
い
、
品
を
つ
く
る
よ
う
な
仕

草
を
表
現
す
る
節
廻
し
（
雛
型
フ

シ
）
が
付
け
ら
れ
、
義
太
夫
節
で

も
そ
の
状
況
を
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
浄
瑠
璃
で
は
、「
い
そ
い
そ
」

「
う
じ
う
じ
」
な
ど
、
い
わ
ば
心

理
的
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
多
用
さ
れ
ま

す
が
、
こ
れ
は
キ
ー
ン
氏
の
す
ば

ら
し
い
翻
訳
で
も
訳
せ
ず
、
説
明

的
な
文
章
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
を
ワ
イ
ワ
イ
い
い

な
が
ら
の
楽
し
い
授
業
で
し
た
。

作
曲
の
院
生
Ｋ
君
は
、こ
の
「
忠

臣
蔵
九
段
目
」
を
何
と
オ
ペ
ラ
に

し
た
い
と
の
こ
と
で
す
。
若
い
学

生
さ
ん
に
義
太
夫
節
の
面
白
さ
を

わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
は
思
っ
て

い
な
か
っ
た
の
で
、
想
定
外
の
大

変
嬉
し
い
こ
と
で
し
た
。
ど
ん
な

作
品
に
な
る
の
か
、
と
て
も
楽
し

み
で
す
。

義
太
夫
節
は
、
文
楽
人
形
浄
瑠

璃
の
音
楽
と
し
て
、
戦
前
ご
ろ
ま

で
、
多
く
の
日
本
人
が
愛
好
す
る

も
の
の
一
つ
で
し
た
。
落
語
「
寝

床
」
の
「
義
太
熱
」
に
罹
り
そ
う

で
迷
惑
す
る
人
が
、
身
の
回
り
に

沢
山
い
た
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

今
は
、
ロ
ミ
オ
の
相
方
は
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
と
わ
か
っ
て
も
、
で
は
梅

川
は
？
と
聞
く
と
、「
誰
そ
れ
？
」

も
し
く
は
「
何
そ
れ
？
」
と
な
り

ま
す
。
正
解
は
、
近
松
門
左
衛
門
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日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授

武た
け
の
う
ち内 

恵え

み

こ

美
子

２
０
１
５
年
11
月
、
日
本
伝
統

音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
の
幾
つ
か
の

仕
事
の
た
め
に
上
海
に
行
き
ま
し

た
。
そ
の
中
で
主
目
的
だ
っ
た
の

が
、
今
回
紹
介
す
る
揚
州
に
あ
る

古
琴
の
工
房
、「
南
風
」
社
の
訪

問
で
し
た
。

古
琴
と
は
、
中
国
の
伝
統
楽
器

で
す
。
現
在
中
国
で
は
古
琴
と
呼

ば
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
本

来
は
「
琴
」
一
文
字
で
、
ま
た
は

七
弦
琴
と
記
さ
れ
ま
し
た
。
伝

説
で
は
中
国
の
神
話
時
代
の
８
人

の
聖
天
子
で
あ
る
三
皇
の
伏
犠
が

作
っ
た
と
も
、
あ
る
い
は
神
農
が

作
っ
た
と
も
、
は
た
ま
た
五
帝
に

数
え
ら
れ
る
舜
が
作
っ
た
と
も
さ

リ
レ
ー
コ
ラ
ム

れ
る
、
非
常
に
古
い
時
代
か
ら
存

在
す
る
楽
器
で
す
。
数
多
く
あ
る

中
国
の
伝
統
楽
器
の
中
で
も
漢
民

族
の
楽
器
と
さ
れ
、
孔
子
が
好
ん

で
演
奏
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
儒
学
や
老
荘
思
想
と
も

関
連
し
、
君
子
す
な
わ
ち
皇
帝
が

修
得
す
べ
き
楽
器
と
し
て
特
別
視

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

琴
は
中
国
で
も
近
代
化
の
波
に

の
ま
れ
、
つ
い
最
近
ま
で
は
学
習

す
る
人
も
愛
好
す
る
人
も
非
常
に

限
定
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ー
な
楽
器
で

し
た
が
、
２
０
０
９
年
に
ユ
ネ
ス

コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ

た
り
、
中
国
政
府
の
伝
統
音
楽
の

振
興
政
策
に
よ
り
、
近
年
と
て
も

人
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
楽
器
は
日
本
に
も
輸
入
さ

れ
、
古
来
日
本
の
音
楽
文
化
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

古
く
は
奈
良
時
代
に
伝
来
し
、
東

大
寺
の
境
内
に
あ
る
、
聖
武
天

皇
の
愛
用
の
品
々
を
収
め
た
正
倉

院
の
宝
物
の
中
に
も
琴
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
は
貴
族

の
教
養
と
し
て
演
奏
さ
れ
ま
し
た

が
、
平
安
時
代
末
期
頃
に
衰
退
し
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
武
士
や
知
識

層
を
中
心
に
再
び
演
奏
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
中
国

と
同
様
に
近
代
化
の
流
れ
の
中
で

演
奏
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
き
、
昭

和
に
は
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。日

本
に
は
現
在
琴
を
制
作
す

る
工
房
も
職
人
も
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
琴
を
入
手
す
る
に
は
中
国
か

ら
輸
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
今
回
訪
問
し
た
「
南
風
」
社

は
、
数
あ
る
琴
の
工
房
の
中
で
も

中
国
の
み
な
ら
ず
世
界
中
か
ら
定

評
の
あ
る
工
房
で
す
。

南
風
社
の
工
房
は
上
海
か
ら
高

速
鉄
道
で
約
1
時
間
の
鎮
江
南
駅

か
ら
更
に
車
で
1
時
間
ほ
ど
、
長

江
を
渡
っ
た
先
の
揚
州
に
あ
り
ま

す
。
工
房
の
建
物
を
入
っ
て
す
ぐ

の
部
屋
に
琴
の
材
料
と
な
る
木
が

天
井
近
く
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
数
に
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。
す
べ
て
数
十
年
は
経
っ
た
古

木
で
、
中
に
は
明
代
や
清
代
の
も

の
も
あ
る
そ
う
で
す
。

工
房
は
そ
れ
ぞ
れ
行
程
別
に
部

屋
が
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず

は
倉
庫
の
木
か
ら
形
を
作
り
、
裏

側
を
彫
っ
て
い
く
作
業
の
部
屋
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
機
械
を

使
わ
ず
ノ
ミ
と
槌
で
す
べ
て
手
彫

り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
次
の
部
屋

で
は
前
室
で
彫
ら
れ
た
木
に
漆
が

塗
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
鹿
の
角
の

粉
を
混
ぜ
た
下
地
を
塗
り
、
そ
の

上
に
漆
を
塗
り
重
ね
ま
す
。
壁
に

は
漆
を
塗
り
終
わ
っ
た
も
の
を
上

下
2
段
に
ビ
ッ
シ
リ
と
並
べ
て
乾

燥
し
て
い
ま
し
た
。

次
の
部
屋
は
音
の
チ
ェ
ッ
ク
部

屋
で
し
た
。
ま
だ
弦
を
張
っ
て
い

な
い
楽
器
の
音
を
ど
の
よ
う
に

チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
か
と
思
っ
て
い

ま
し
た
ら
、
箱
型
の
枠
に
弦
が

張
っ
て
あ
る
専
用
の
装
置
が
あ

り
、
そ
れ
を
作
り
か
け
の
楽
器
に

揚
州
の
古
琴
工
房

「
南
風
」見
学

か
ぶ
せ
る
と
音
が
鳴
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
状
態

で
職
人
が
細
か
く
音
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
具
合
の
悪
い
部
分
に
印
が
付

け
ら
れ
る
と
前
の
部
屋
に
戻
さ
れ

調
整
し
直
す
と
の
こ
と
で
し
た
。

1
台
ず
つ
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
を
経

て
合
格
し
た
も
の
が
最
終
の
塗
り

を
施
さ
れ
、
最
後
に
別
室
で
乾
燥

さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
す
べ
て
手
作
業
で

制
作
さ
れ
た
楽
器
は
、
制
作
し
た

職
人
の
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
職
人
に
よ
っ
て
華
や
か
だ
っ

た
り
質
実
だ
っ
た
り
繊
細
だ
っ
た

り
、
音
の
傾
向
が
違
い
ま
し
た
。

日
本
で
は
琴
の
制
作
過
程
は
お

ろ
か
、
こ
れ
だ
け
の
数
の
琴
を
一

度
に
見
る
こ
と
も
音
を
比
較
し
な

が
ら
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
と
て
も
貴
重
な
体
験
を
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
改
め

て
、
琴
の
繊
細
で
あ
り
な
が
ら
よ

く
響
く
音
の
真
髄
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

昔
な
が
ら
の
手
作
り
を
守
る
工

房
で
創
り
だ
さ
れ
る
楽
器
は
、
機

械
製
に
は
出
せ
な
い
奥
深
い
絶
妙

な
音
が
鳴
り
ま
す
。
効
率
を
求
め

る
こ
と
が
主
流
な
世
の
中
で
も
、

そ
れ
に
流
さ
れ
ず
こ
だ
わ
り
を
守

る
こ
と
が
良
い
音
へ
の
追
求
に
繋

が
り
ま
す
。
楽
器
は
か
く
あ
る
べ

き
だ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

南風社の正面玄関

天井まで積み上げられた材料の古木

下地の漆を塗る職人

琴を手作業で彫る職人

たくさんの琴が飾られた部屋

木枠に弦を張った装置を被せて音のチェック中

最後の塗を施し乾燥中の楽器
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な
芸
術
創
造
に
つ
な
げ
る
こ
と
を

目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
開
設
以
来
、

ア
ー
カ
イ
ブ
理
論
の
研
究
、
資
料

体
の
調
査
収
集
と
活
用
、
ア
ー
カ

イ
ブ
の
教
育
の
場
で
の
活
用
と
い

う
基
礎
的
研
究
を
は
じ
め
、
多

種
の
重
点
研
究
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
初
年
度
か
ら
の
重
点
研
究
は
、

「
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
」「
記
譜

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」「
富
本
憲
吉
ア
ー

カ
イ
ブ
・
辻
本
勇
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

「
森
村
泰
昌
ア
ー
カ
イ
ブ
」「
総
合

平
成
26
年
4
月
に
発
足
し
た
京

都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
源
研
究

セ
ン
タ
ー
は
、
美
術
学
部
、
音
楽

学
部
、
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン

タ
ー
、
附
属
図
書
館
、
芸
術
資
料

館
と
い
う
五
つ
の
学
内
機
関
を
横

断
的
に
つ
な
ぐ
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

の
役
割
を
担
う
調
査
・
研
究
機
関

と
し
て
、
本
学
や
京
都
に
受
け
継

が
れ
、
日
々
新
た
に
誕
生
す
る
芸

術
作
品
や
各
種
資
料
を
「
芸
術
資

源
」
と
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
の
視
点

か
ら
包
括
的
に
捉
え
直
し
、
新
た

平成２7 年度芸術資源研究センター開催の主な事業

芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
よ
り

フ
ル
稼
働
、芸
術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
！

Kyo-gei Tsushin

シンポジウム「ほんまのところはどうなん『アーカイブ』」9月19日 京都芸術センターにて

シンポジウム「過去の現在の未来」12月5日 国立国際美術館にて 故・古橋悌二氏の作品「LOVERS」修復と保存に関する研究

開催日 事業内容 講師・パネリスト等（敬称略）

4/24
第8回アーカイブ研究会

「唯一のひとつを集積すること」
笠原恵実子（アーティスト）

6/ 8
特別授業（共催）

「3.11後に企画した展覧会とプロジェクト」
五十嵐太郎（東北大学教授）

6/16
フルクサス
パフォーマンスワークショップ

塩見允枝子（特別招聘研究員）

7/23
特別レクチャー

「国際展とキュレーション」
建畠晢（客員教授）

9/19
シンポジウム

「ほんまのところはどうなん『アーカイブ』」
森村泰昌（客員教授・特別招聘研究員）
佐藤守弘（京都精華大学教授）ほか

10/7,14,
21,28

特別授業「コレクションと芸術」
(４回連続)

彬子女王殿下（客員教授・特別招聘研究員）

10/18
レクチャーコンサート

「バロック時代の音楽と舞踏」

三島郁（本学非常勤講師）
赤塚健太郎（成城大学専任講師）
樋口裕子（舞踏家）
演奏：永野伶実・大内山薫・頼田麗・三橋桜子 ほか

10/23
第９回アーカイブ研究会（共催）

「文化の領野と作品の領野」
石岡良治（批評家）

11/20
講演会

「イタリア未来派　芸術の革命」
ルチャーナ・ガリアノ（音楽美学者）

12/ 5
シンポジウム

「過去の現在の未来」

植松由佳（国立国際美術館主任研究員）
金井直（信州大学准教授）
マルティ・ルイツ（サウンドアーティスト）ほか

12/ 8
第10回アーカイブ研究会

「映像民族誌とアーカイブの可能性」
春日聡（美術家）

1/18
第11回アーカイブ研究会

「歴史をかきまわすアーカイブ」
黒ダ ライ児（戦後日本前衛美術研究家）

2/14
ワークショップ

「メディアアートの生と転生」

高谷史郎（アーティスト） 
久保田章弘（多摩美術大学教授）
松井茂（情報科学芸術院大学准教授）
畠中実（ＮＴＴ主任学芸員）
佐藤守弘（京都精華大学教授）ほか

2/17 講座「伝統音楽における記譜について」 藤田隆則（本学芸術資源研究センター副所長）

2/23
第12回アーカイブ研究会

「不完全なアーカイブは
未来のプロジェクトを準備する」

奥村雄樹（現代美術家）

基
礎
実
技
ア
ー
カ
イ
ブ
」
の
５
つ

で
す
。
今
年
度
か
ら
は
、「
法
隆

寺
金
堂
壁
画
に
お
け
る
複
写
と
模

写
」「
京
焼
海
外
文
献
ア
ー
カ
イ

ブ
」「
映
像
ア
ー
カ
イ
ブ
の
実
践

研
究
」「
音
楽
学
部
演
奏
記
録
ア
ー

カ
イ
ブ
作
成
調
査
」
な
ど
が
新
た

に
加
わ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
客
員
教
授
・
特
別
招
聘

研
究
員
の
充
実
を
図
り
、
学
内
外

に
向
け
た
ア
ー
カ
イ
ブ
に
つ
い
て

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
講
演
会
・
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
・
研
究
会
や
、
他
機

関
等
と
の
共
催
事
業
に
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
昨
年
8
月
に
は
、
メ

デ
ィ
ア
芸
術
連
携
促
進
事
業
「
タ

イ
ム
ベ
ー
ス
ト
・
メ
デ
ィ
ア
を
用

い
た
美
術
作
品
の
修
復
／
保
存

に
関
す
る
モ
デ
ル
事
業
」
を
文
化

庁
か
ら
受
託
し
、
本
学
出
身
で

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
集
団
「
ダ
ム
タ
イ

プ
」
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た

古
橋
悌
二
氏
（1960-1995

）
が

１
９
９
４
年
に
制
作
し
た
作
品

《
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
》
の
修
復
を
中

心
に
、
現
代
美
術
作
品
の
修
復
と

保
存
に
関
す
る
研
究
を
手
掛
け
て

い
ま
す
。

こ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
国
立

国
際
美
術
館
に
お
い
て
12
月
5
日

に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
過
去
の
現
在

の
未
来
」
を
開
催
し
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
・
美
術
館
学
芸
員
・
研
究

者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
現
代

美
術
作
品
の
保
存
や
修
復
に
つ
い

て
考
察
し
、
ス
キ
ル
の
獲
得
や
マ

ニ
ュ
ア
ル
づ
く
り
、
予
算
や
人
的

体
制
の
充
実
な
ど
の
課
題
を
洗
い

出
し
ま
し
た
。

２
月
14
日
に
は
、
元
崇
仁
小

学
校
に
お
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
の
生
と
転
生
」

を
開
催
し
、修
復
さ
れ
た
作
品
《
Ｌ

Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
》
を
鑑
賞
す
る
と
と

も
に
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
学
芸
員
・

研
究
者
を
招
き
、
メ
デ
ィ
ア
ア
ー

ト
に
お
い
て
何
を
ど
の
よ
う
に
保

存
修
復
し
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を

ア
ー
カ
イ
ブ
化
す
る
の
か
と
い
う

問
題
を
参
加
者
を
交
え
て
討
議
し

ま
し
た
。

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

と
お
し
て
活
動
の
輪
は
着
実
に
広

が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
後
も
、

こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
研

究
会
、
学
内
外
の
組
織
と
の
共
催

事
業
を
地
道
に
重
ね
、
成
果
を

本
学
の
教
育
や
研
究
に
活
か
す
こ

と
は
も
と
よ
り
、
学
内
外
の
研
究

者
や
市
民
の
皆
様
と
も
連
携
し
、

ア
ー
カ
イ
ブ
を
と
お
し
た
新
た
な

創
造
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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サイレントアクア 2015 を開催

東日本大震災の復興に関わる活動を行っている団体等を広く支援することを
目的として，京都市立芸術大学 SILENT@KCUA 実行委員会が平成２３年か
ら開催しているチャリティーオークション「SILENT@KCUA（サイレントアクア）
2015」が，平成 27 年 9 月12日から23日まで開催されました。会期中約 1,400
名の方にご来場いただき，卒業生・在学生の皆さんに出品いただいた作品を
多数落札いただいています。

必要経費を差し引いた収益金は，同実行委員会による厳正な審査の下，一
般社団法人対話工房，あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会，アンテナ
デザインユニット，社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団の４団体の他，本学学
生の芸術活動への支援金として寄付いただいています。

２
０
１
５
年 

京
芸
の
出
来
事

平
成
27
年
度
に
竹
浪
遠
講
師
（
総
合
芸
術
学
）、
中
村
翠
講
師
（
共
通
教
育
）、
田
村
響
講
師
（
ピ
ア
ノ
）
三
橋

卓
講
師
（
日
本
画
）、
坂
東
幸
輔
講
師
（
環
境
デ
ザ
イ
ン
）、
牛
田
裕
也
講
師
（
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
デ
ザ
イ
ン
）
が
着
任

し
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
に
６
名
の
教
員
が
着
任

竹浪 遠　講師三橋 卓　講師伊東徹夫　教授

龍村あや子　教授

加治屋健司　准教授

中村 翠　講師坂東幸輔　講師

田村 響　講師牛田裕也　講師

Kyo-gei Tsushin

京都駅の西側に位置する梅小路公園周辺は，今年４月に京都鉄道博物館の
オープンが予定されており，これを機にこれまで以上に人 が々集い，楽しめる空
間となることが期待されています。本学では，産学連携の一環として，当エリア
のにぎわい創出や回遊性の向上に取り組む「京都・梅小路みんながつながる
プロジェクト」（西日本旅客鉄道 ( 株 ) 京都支社，京都水族館等 23 社で構成）
と連携し，京都駅から梅小路公園周辺地域までを結ぶルート上の 15 箇所に設
置するモニュメントのデザイン制作を担当しました。

学内公募による応募作品の中から，同プロジェクトによる厳正なる審査の結
果，学生７名の手による 15 作品が選ばれ，11 月16日にお披露目と表彰式が
開催されました。「ドキドキ・ワクワク」をテーマにデザインされた作品は，ＳＬ義
経号やハンドウイルカなど，鉄道と水族館にちなんだもので，鉄道博物館開業
に合わせて，今回選ばれたデザインを基にしたブロンズ像が制作され，モニュメ
ントとして設置されます。

京都駅と梅小路公園周辺までを結ぶルートに設置するモニュメントのデザインを本学学生が担当

美
術
学
部
の
伊
東
徹
夫
教
授
（
総
合
芸
術
学
）、
音
楽
学
部
の
龍
村
あ
や
子
教
授
（
音
楽
学
）、
芸
術
資
源
研
究

セ
ン
タ
ー
の
加
治
屋
健
司
准
教
授
が
、
平
成
28
年
３
月
末
で
退
任
と
な
り
ま
す
。

各
分
野
で
精
力
的
に
活
動
さ
れ
な
が
ら
、
本
学
の
教
育
発
展
に
御
尽
力
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
今
後
も
ま
す
ま

す
の
御
活
躍
を
お
祈
り
し
ま
す
。

平
成
28
年
３
月
末
に
、
３
名
の
教
員
が
退
任
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「死の劇場－カントルへのオマージュ」展会場風景 （撮影：来田猛）

２
０
１
５
年 

京
芸
の
出
来
事

Kyo-gei Tsushin

音楽学部・大学院音楽研究科では，平成 25 年に東京音楽大学との間で大学間交
流提携をスタートさせており，平成26年度に初めての交流演奏会を大阪のザ・シンフォニー
ホールにて開催しましたが，平成２７年度は 11 月7日に本学学生が東京音楽大学を訪ね，
吹奏楽交流演奏会を同大学 100 周年記念ホールで開催しました。

当日は，約 450 名の聴衆を前に，両大学それぞれに演奏を披露したほか，本学の増
井信貴教授の指揮により，Ｄ. ショスタコーヴィチの祝典序曲を合同で演奏し，交流を図り
ました。

平成 28 年度の演奏会は，7 月10日に今年１月にオープンしたロームシアター京都で
開催する予定です。

本学キャリアデザインセンターでは，在学生と卒
業生のキャリア支援に向けた取組の一環として，
12 月23日（水・祝）と24日（木）の両日，「THE 
GIFT BOX 2015　アーティストが提案する特別な
ギフト」を京都文化博物館別館ホールで開催しま
した。

イベント名に冠した「ギフトボックス」は，会場
を巨大なギフトボックスに見立て，来場者の皆さん
が，アーティストが発信する芸術性に触れることで，
日常よりも少しだけ特別な作品や演奏といった“ギ
フト”を受け取っていただける様子を表現したもの
で，３回目の今回は，２日間で合計約 1,800 名の
方にご来場いただき，出展した本学在学生や卒業
生の手による工芸品やアクセサリー，雑貨等に触
れていただくと同時に，音楽学部の学生・卒業生
によるミニコンサートをお楽しみいただいています。

本学では平成 24 年の公立大学法人化を機に，民間企業等との連携・協力
の推進にこれまで以上に力を入れて取り組んでおり，平成２７年度もこれらの資
金を活用して様 な々事業を実施しています。

平成 27 年度は，新たな事業として，文化庁やアサヒグループ芸術文化財団
など合計７団体からの助成を得て，ポーランドの異才タデウシュ・カントルの生
誕 100 周年を記念した「死の劇場－カントルへのオマージュ」をはじめ，文化
庁から「メディア芸術連携促進事業」を受託し，「タイムベースト・メディアを用
いた美術作品の修復／保存に関するモデル事業」に取り組み，故・古橋悌二

「LOVERS－永遠の恋人たち」の修復やシンポジウム等を開催しています。
また，国の科学研究費補助金等の申請にも積極的に取り組んでおり，平成

24 年度から平成 28 年度の５箇年の申請件数は 76 件になります。

東京音楽大学との交流演奏会を東京で開催

本学ゆかりのクリエイターや
演奏家が様々な“ギフト”を提案

「THE GIFT BOX 2015」を開催

外部資金の獲得により，様々な事業を実施

音楽学部・大学院音楽研究科第 150 回定期演奏会を開催
本学の前身である京都市立音楽短期大学設立の翌年，昭和 28 年にスタートした音楽学部・

大学院音楽研究科による定期演奏会が，平成 27 年 12 月18日の開催回で 150 回の節目を
迎えました。これを記念して，ゲストに国内外の第一線で活躍する卒業生４名（菅英三子氏：ソ
プラノ，福原寿美枝氏：アルト，清水徹太郎氏：テノール，黒田博氏：バス）を独唱陣に招き，
尾高忠明客員教授の指揮によるベートーヴェンの「第九」を演奏しました。京都コンサートホール
で開催した演奏会には，多くの方に御来場いただき，満席となった客席からは盛大な拍手とともに，
熱烈な称賛をお送りいただきました。
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京都芸大を御支援くださるみなさまへ

御寄付をいただきました皆様への感謝の意を込め，
お名前を掲載させていただきます。

西尾商事有限会社

ローム株式会社
個人の皆様からも，多数の御寄付を頂戴しております。

ありがとうございました。

※ 2015 年 1 月から12 月末までに御寄付をいただいた皆様のうち，

公表を希望された法人・団体等の方のみ記載

京
芸
か
ら
の
お
知
ら
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京都芸大オリジナルグッズ第２弾を販売中です。

「京都芸大同窓会アートフェア 2016」が開催されます。

本学で学ぶ学生はもとより，広く一般の方 に々も本学への愛着を深め
ていただくために，京都芸大オリジナルグッズとして，今年度は美術・
音楽両同窓会のご支援のもと，新たにクロッキー帳と五線譜ノートの販売
を開始しました。デザインはそれぞれ２種類ずつで，美術学部ビジュアル・
デザイン専攻卒業生がデザインを担当しました。学内売店「リブレ」で
販売しております。

美術・音楽両学部同窓会による大学移転支援事業「京都芸大同窓会アートフェア２０１６」が，
３月２６日（土）から４月３日（日）にかけてギャラリー＠ＫＣＵＡで開催されます。

今回のフェアは，オール芸大同窓会による取組で，美術学部同窓生２４６名が出展する約
３００点の作品を入札・販売し，収益金は本学の移転支援のためにご寄付いただきます。最
低入札価格は１万円で，以後１円単位で自由に入札価格を設定いただけます。会場での入札
以外に，Web や FAXもご利用いただけますので，皆様のご参加をお待ちしております。フェ
ア期間中は，音楽学部同窓会「真声会」の会員によるリレーコンサートも開催されますので，
是非会場にお立ち寄りください。

また，本学では大学内に基金口座を設置し，移転を継続的に支援いただくため，両同窓会
と協同して実行委員会を組織し，大学移転整備に向けた寄付金を募ってまいります。

京都芸大同窓会アートフェア Web サイト  http://www.kcua.ac.jp/artfair/

　京都芸大では，教育研究等の充実を図るため，平成25年３月に「京芸友の会」制度を立ち上
げ，広く一般の皆様からの御寄付を募集しております。
　御寄付をいただく際には，「教育研究活動への助成」「大学主催の展覧会，演奏会，公開講座
等への助成」などの支援メニューから使途をお選びいただき，皆様の御意向を踏まえて活用させ
ていただいております。
　御寄付をいただいた方には，手続きを行うことで税控除や損金算入の措置が受けられる場合
があります。また，一定の金額以上の御支援をいただいた方には，本学主催の定期演奏会への
御招待やオリジナル特典を御用意しております。詳細は，大学ホームページを御覧ください。
問合せ　京芸友の会担当　電話：075-334-2200

編集後記

　鷲田学長を大学のトップに迎えて，早一年が過ぎようとし
ています。この間，学内では，7年後に控えた大学移転を見
据え，移転に関するコンセプトの検討等が教職員の手により
精力的に進められているところです。今回の19号では，学長
就任以来，一連の議論を牽引する鷲田学長へのインタビュー
を行い，哲学者の目に映る京芸の「現在」と目指す「将来」に
ついて語っていただきました。今日，大学運営は様 な々変革の
波に晒されていますが，京芸が長年の歴史の中で培ってきた

「良さ」が移転後も受け継がれていくよう，鷲田学長を先頭
に励んでいきたいと考えています。

京都市立芸術大学
全学広報委員会一同

Contribution

寄付金を活用した学生による選書ツアーの様子

写真上：五線譜ノート（２種 各２９８円／冊 *税込）
写真下：クロッキー帳（２種 各３９２円／冊 *税込）

過去に購入した書籍・楽譜・ＣＤ等


